
「
エ
モ
い
」
は
他
力
？ 

 

一
、 

左
右
の
話 

 

こ
れ
は
大
垣
に
あ
る
美
濃
路
の
道
し
る
べ
で
す
。 

中
仙
道
と
東
海
道
を
西
北
と
東
南
に
結
ぶ
道
が
美
濃
路
で
、
北
に
向
か
っ
て
右
側
が
江
戸
で
、
左
側
は
京

都
で
す
。 

 

 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
道
し
る
べ
に
は
「
左 

江
戸
道
」「
右 

京
み
ち
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

最
初
に
見
た
時
、
ど
う
し
て
左
右
が
逆
な
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
写
真
に
撮
り
ま
し
た
。 

帰
っ
て
き
て
か
ら
、
写
真
を
よ
く
見
る
と
上
の
方
に
梵
字
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
梵
字
は
キ
リ
ー
ク

で
阿
弥
陀
様
を
表
し
ま
す
。 

こ
れ
は
単
な
る
道
し
る
べ
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
様
ご
自
身
が
左
の
方
を
指
し
示
し
な
が
ら
、「
こ
ち
ら
が
江

戸
だ
ぞ
」
と
言
わ
れ
、
右
手
で
指
し
示
し
「
こ
ち
ら
が
京
だ
よ
」
と
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。 

私
は
、
自
分
を
中
心
に
見
て
い
た
の
で
、
逆
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。 

江
戸
時
代
に
は
こ
う
い
う
見
方
が
当
然
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

仏
さ
ま
の
側
か
ら
見
る
と
い
う
見
方
で
す
。 

仏
さ
ま
か
ら
見
る
と
、
私
た
ち
の
見
え
方
は
と
て
も
狭
い
も
の
で
す
。
で
も
、
私
た
ち
は
自
分
が
見
て
い

る
世
界
を
全
て
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

こ
の
道
し
る
べ
（
仏
様
）
は
そ
う
い
う
見
方
だ
け
で
な
い
世
界
を
も
指
し
示
し
て
い
ま
す
。 



二
、
前
後
の
話 

 

今
度
は
前
後
の
話
で
す
。 

昔
か
ら
不
思
議
に
感
じ
て
き
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
前
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
場
所
的
に
は
前

は
私
の
前
面
で
す
。
と
こ
ろ
が
時
間
的
に
使
う
と
き
は
過
去
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
「
こ
の
前
」
「
以
前
」

「
前
世
」
と
い
う
よ
う
に
。
英
語
で
も
同
じ
か
ど
う
か
調
べ
て
み
る
と
、
Ｂ
．
Ｃ
．
と
使
わ
れ
る
よ
う
に
、

b
e
fo

re

も
「
前
」
で
同
じ
な
の
で
す
。 

で
も
、
私
は
前
に
進
み
ま
す
。
と
す
る
と
、
未
来
に
向
か
っ
て
進
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
っ
て
き
ま

す
。
違
和
感
が
出
て
く
る
の
で
す
。 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
中
島
岳
志
さ
ん
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
同
じ
よ
う
に
疑
問
を
持
っ
た
人
た
ち
が
い

て
、
と
て
も
面
白
い
譬
え
を
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
教

え
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
譬
え
は
、 

「
湖
に
浮
か
べ
た
ボ
ー
ト
を
漕
ぐ
よ
う
に
、
人
は
後
ろ
向
き
に
未
来
に
入
っ
て
い
く
」 

と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
譬
え
は
、
今
ま
で
悩
ん
で
い
た
こ
と
を
一
気
に
晴
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
過
去
を
見
つ
め

な
が
ら
未
来
に
進
ん
で
い
く
の
だ
。
だ
か
ら
過
去
は
前
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。 

そ
し
て
、
何
よ
り
も
未
来
は
私
た
ち
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
一
寸
先
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。 

中
島
さ
ん
は
、 

「（
行
く
先
が
わ
か
ら
な
い
）
手
漕
ぎ
の
ボ
ー
ト
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
ま
せ
る
た
め
に
は
、
進
む
の
と
逆
の
方

向
を
正
視
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
時
間
の
歩
み
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
過
去
を
直
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
そ
、
ま
っ
す
ぐ
前
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。・
・
・
過
去
を
直
視
し
た

時
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
「
死
者
た
ち
の
風
景
」
で
す
。・
・
・
過
去
や
死
者
と
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
未
来
を
ま
な
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
。」 

と
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

三
、
与
格
構
文 

 

岐
阜
の
東
別
院
で
中
島
岳
志
さ
ん
の
法
話
「
と
な
り
の
親
鸞
」
を
聞
き
ま
し
た
。 

久
し
ぶ
り
に
我
を
忘
れ
て
聞
き
入
っ
た
体
験
で
し
た
。 

中
島
さ
ん
は
自
分
の
体
験
を
ベ
ー
ス
に
語
っ
て
い
て
、
自
分
は
器
で
あ
り
、
そ
の
器
に
様
々
な
体
験
が
訪

れ
る
の
で
す
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
聞
い
て
い
る
と
そ
の
体
験
自
体
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
す
。 

ま
さ
に
こ
の
「
一
形
」
に
訪
れ
た
見
事
な
物
語
り
で
し
た
。 

 

中
島
さ
ん
は
、
そ
う
い
う
器
で
あ
る
自
己
を
「
与
格
的
主
体
＝
（
器
と
し
て
の
私
）」
と
表
現
さ
れ
て
い
ま

http://hamaguri.sakura.ne.jp/perspective1.html


し
た
。 

そ
れ
は
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
与
格
構
文
か
ら
き
て
い
て
、「
与
格
的
主
体
」
は
親
鸞
さ
ん
の
「
親
鸞
一
人
が

た
め
」
に
つ
な
が
る
も
の
だ.

と
言
わ
れ
る
の
で
す
。 

こ
れ
は
「
一
形
」
と
か
（
安
冨
さ
ん
の
）「
方
便
論
的
個
人
主
義
」
と
言
い
換
え
て
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

 

中
島
さ
ん
に
よ
る
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
に
は
与
格
構
文
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

与
格
構
文
と
は
、
人
格
の
意
志
や
力
の
及
ば
な
い
、
感
情
、
生
理
的
な
現
象
、
嗜
好
、
状
況
、
事
態
… 

な
ど
を
表
現
す
る
特
徴
的
な
構
文
で
、
与
格
と
は
「
私
に
」、
対
し
て
主
格
は
「
私
が
、
私
は
」
。 

例
え
ば
、「（
与
格
）
に
と
っ
て
（
主
語
）
が
得
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
し
ま
す
。 

与
格
は
日
本
語
だ
と
目
的
語
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
が
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
構
文
は
違
う
の
で
す
。 

例
え
ば
、 

〈
日
本
語
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〈
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
〉 

私
は
幸
せ
だ 

 
 

 
 

 
 

 

→ 

私
に
幸
い
が
得
ら
れ
た 

私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る 

 

→ 

私
に
あ
な
た
へ
の
愛
が
や
っ
て
き
て
留
ま
っ
て
い
る 

私
は
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
が
で
き
る 

→ 

私
に
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
が
や
っ
て
き
て
留
ま
っ
て
い
る 

私
は
～
を
持
っ
て
い
る 

 
 

 

→ 

私
の
近
く
に
～
が
あ
る 

 

中
島
さ
ん
は
こ
れ
を
ヒ
ン
デ
ィ
ー
文
字
で
ボ
ー
ド
に
書
か
れ
ま
し
た
。 

 

器
で
あ
る
私
に
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
が
や
っ
て
き
て
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
は
ど
こ
か
ら
や
っ

て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
は
る
か
な
過
去
か
ら
様
々
な

人
を
経
て
今
こ
の
私
に
と
ど
い
た
。 

 

器
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
来
た
り
、

と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

そ
し
て
、
こ
の
器
が
「
我
を
持
っ
て
」
い
る
の
で
「
与

格
的
主
体
」
と
名
づ
け
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

私
は
以
前
か
ら
善
導
大
師
の
「
上
一
形
を
尽
く
し
…
」

の
「
一
形
」
と
い
う
言
葉
が
好
き
で
一
生
よ
り
も
よ
く

使
っ
て
い
ま
す
。
私
は
器
と
し
て
の
身
体
＝
一
形
で
人

生
の
様
々
な
体
験
を
受
け
止
め
て
い
る
の
で
す
ね
。 

 

こ
う
い
う
与
格
構
文
の
表
現
そ
の
も
の
が
す
で
に
他
力

的
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。 

逆
に
例
に
挙
げ
た
日
本
語
が
い
か
に
自
力
的
で
あ
る
か

と
感
じ
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
言
語
そ
の
も
の
が
思
想
を
含
ん
で
い
る
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こ
と
も
わ
か
り
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
実
感
で
き
ま
す
。 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
も
似
て
い
る
そ
う
で
す
。 

そ
う
い
う
言
語
を
中
国
語
に
訳
す
と
き
に
、
故
人
は
か
な
り
苦
労
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

法
話
で
中
島
さ
ん
が
強
調
さ
れ
た
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、「
死
者
と
と
も
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
。 

こ
れ
は
分
裂
し
対
立
し
て
い
る
現
状
を
つ
な
ぐ
大
事
な
視
点
で
す
。 

我
々
は
間
違
え
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
智
慧
が
こ
こ
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
。 

 

四
、「
エ
モ
い
」
は
他
力 

 

正
月
に
若
い
方
に
与
格
構
文
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
ら
、
ド
イ
ツ
語
の

E
S

（
不
定
代
名
詞
）
と
同
じ

で
す
ね
と
い
う
。 

ド
イ
ツ
語
の
ｅ
ｓ
は
英
語
の
ｉ
ｔ
に
あ
た
る
言
葉
で
、
英
語
で
も 

Ｉ
ｔ 

ｒ
ａ
ｉ
ｎ
ｓ
．
と
い
う
様
に

使
う
け
ど
、
こ
れ
は
「
な
に
も
の
か
が
雨
を
降
ら
せ
る
」
と
い
う
意
味
。
つ
ま
り
、
雨
が
主
語
で
は
な
い

の
で
、
与
格
的
な
使
い
方
。
ど
う
や
ら
与
格
的
な
思
想
は
世
界
中
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

（
ｅ
ｓ
の
哲
学
的
追
求
…
言
葉
（
＝
存
在
）
そ
の
も
の
が
語
っ
て
い
る
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
超
入
門
―
―
『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』
を
め
ぐ
る
國
分
功
一
郎
さ
ん
と
の ... 

 

「
さ
ら
に
、
今
若
い
人
が
使
っ
て
い
る
『
エ
モ
い
』
と
い
う
言
葉
も
似
て
い
ま
す
よ
。」
と
言
わ
れ
、
戸
惑

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
エ
モ
い
っ
て
？
」
と
聞
く
と
、
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
の
略
語
で
、
感
情
に
動
か
さ
れ

た
状
態
を
言
う
と
い
う
。 

「
嬉
し
か
っ
た
り
、
切
な
か
っ
た
り
、
寂
し
か
っ
た
り
、
そ
う
い
う
と
き
、
エ
モ
い
っ
て
使
う
ん
で
す
よ
。 

つ
ま
り
『
い
と
あ
わ
れ
』
で
す
ね
。」 

な
る
ほ
ど
。 

「
ま
た
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
感
情
を
表
現
で
き
な
い
モ
ヤ
モ
ヤ
と
し
た
時
に
も
使
わ
れ
ま
す
。」 

つ
ま
り
、
こ
の
感
情
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、It 

ra
in

s

と
同
じ
で
、
わ
た
し
と
い
う

器
（
与
格
的
主
体
）
に
ど
こ
か
ら
か
や
っ
て
く
る
様
を
顕
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。 

 

と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
他
力
」
の
感
覚
は
若
い
人
に
は
当
た
り
前
の
感
覚
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

若
い
人
た
ち
の
感
覚
を
見
直
さ
な
く
て
は
と
感
じ
た
次
第
で
す
。 

 

名
号
が
器
と
し
て
の
私
に
と
ど
い
た
の
が
信
心
。
そ
し
て
口
か
ら
零
れ
出
る
の
が
念
仏
。
そ
の
時
、 

「
人
間
が
言
葉
を
語
る
の
で
は
な
く
て
言
葉
が
語
る
の
だ
。
名
号
が
語
っ
て
い
る
の
だ
。
は
る
か
昔
か
ら

私
を
呼
び
続
け
て
い
る
南
無
阿
弥
陀
仏
が
。」 

こ
れ
は
大
峯
顕
師
の
言
葉
で
す
。
名
号
そ
の
も
の
が
私
た
ち
に
と
ど
き
、
器
と
し
て
の
私
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
の
だ
と
。 

 

仏
歴
二
五
六
二
年
（
西
暦
二
〇
一
九
年
）
四
月 
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